
宋
明
儒
学
の
郷
村
建
設
論
（
試
論
）

難

波

征

男

は
じ
め
に

朱
子
学
や
陽
明
学
に
お
け
る
重
要
事
項
で
あ
る
「
社
倉
法
」「
郷
約
」「
書
院
」「
体
認
自
得
の
学
」
は
、
従
来
、
個
別
的
に
ば
ら
ば

ら
に
研
究
さ
れ
て
き
て
い
る
が
、
実
は
こ
れ
ら
は
宋
明
儒
学
者
が
取
り
組
ん
で
き
た
郷
村
建
設
運
動
の
重
要
な
要
素
、
大
胆
な
言
い
方

を
す
れ
ば
、
郷
村
建
設
運
動
の
四
大
要
素
で
あ
っ
た
。
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
ら
を
有
機
的
に
関
連
付
け
る
理
論
が
必
要
と
な

る
で
あ
ろ
う
。
本
論
は
そ
の
た
め
の
試
論
で
あ
る
。
尚
、
こ
の
方
面
の
研
究
は
、
こ
れ
ま
で
比
較
的
少
な
い
の
で
、
こ
こ
で
は
主
と
し

て
関
連
資
料
の
紹
介
に
力
点
を
置
き
た
い
。
ま
ず
は
、
体
認
自
得
の
学
か
ら
考
察
を
は
じ
め
る
。

一
、
王
陽
明
と
朱
熹
の
体
認
自
得
の
学

（
一
）
天
理
を
体
認
自
得
し
て
聖
人
に
成
る
学

東
ア
ジ
ア
儒
学
史
で
は
、
春
秋
の
孔
子
や
戦
国
の
孟
子
の
、
い
わ
ゆ
る
孔
孟
の
原
始
儒
学
に
対
し
て
、
宋
の
朱
子
学
や
明
の
陽
明
学
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の
こ
と
を
宋
明
儒
学
と
か
新
儒
学
と
呼
ん
で
、
こ
の
両
者
の
儒
学
思
想
に
相
異
が
あ
る
こ
と
を
重
視
し
て
い
る
。
そ
の
差
異
は
何
処
に

あ
る
か
。
そ
れ
を
一
言
で
い
え
ば
、
儒
学
者
が
求
め
る
聖
人
の
道
に
対
す
る
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
に
、
根
本
的
な
差
異
が
あ
る
の
で
あ
る
。

孔
孟
の
原
始
儒
学
に
お
い
て
は
、「
朝
に
道
を
聞
け
ば
、
夕
に
死
す
と
も
可
な
り
」
と
孔
子
が
そ
の
生
涯
の
学
習
目
標
を
「
聖
人
の

道
を
聞
く
こ
と
」
に
求
め
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
孔
子
自
身
が
、
聖
人
の
道
に
対
し
て
は
「（
先
聖
の
道
を
）
述
べ
て
、（
孔
子
自

身
は
）
作
ら
ず
」（『
論
語
』
述
而
篇
）
と
語
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
孔
子
に
よ
れ
ば
、
人
の
理
想
的
生
き
方
の
道
や
理
想
社
会
建
設
の

道
は
、
尭
・
舜
・
禹
や
湯
・
文
・
武
・
周
公
の
よ
う
な
聖
人
が
創
作
し
制
定
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
孔
子
自
身
は
聖
人
で
は
な
い
か
ら

決
し
て
作
る
こ
と
は
な
い
。
そ
れ
故
に
、
孔
子
は
、
聖
人
の
定
め
た
道
を
述
べ
て
伝
承
す
る
賢
人
と
し
て
生
き
る
こ
と
に
努
め
る
が
、

聖
人
に
成
る
こ
と
は
絶
対
に
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。

一
方
、
朱
子
学
や
陽
明
学
に
代
表
さ
れ
る
宋
明
儒
学
は
、
宋
学
の
先
駆
者
で
あ
る
程
伊
川
が
「
人
は
皆
、
聖
人
に
至
る
可
し
。
而
し

や

や

て
君
子
の
学
は
必
ず
聖
人
に
至
っ
て
後
に
已
む
。
聖
人
に
至
ら
ず
し
て
後
に
已
む
者
は
、
皆
、
自
棄
な
り
」（『
二
程
全
書
』
巻
之
二
十

八
）
と
喝
破
し
て
い
る
よ
う
に
、
学
ぶ
者
自
身
が
聖
人
の
道
に
達
し
、
聖
人
の
道
を
作
り
、
聖
人
の
道
を
生
き
て
、
聖
人
に
成
る
こ
と

が
で
き
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

こ
の
思
想
的
展
開
の
背
景
に
は
、
孔
孟
の
時
代
に
は
ま
だ
中
国
に
渡
来
し
て
い
な
か
っ
た
「
成
仏
（
仏
に
成
る
こ
と
が
で
き
る
）」

を
説
く
仏
教
思
想
が
、
上
は
皇
帝
か
ら
下
は
庶
民
ま
で
普
及
し
て
い
た
の
で
、
宋
明
儒
学
者
は
こ
の
異
文
化
を
儒
学
思
想
の
中
に
受
容

し
て
、
学
ぶ
者
自
身
が
「
聖
人
に
成
る
」
と
い
う
新
し
い
儒
学
運
動
を
展
開
し
た
経
緯
が
認
め
ら
れ
る
。

（
二
）
王
陽
明
の
体
認
自
得
の
学

朱
子
学
者
に
し
ろ
、
陽
明
学
者
に
し
ろ
、
宋
明
儒
学
者
が
聖
人
に
成
る
に
は
、
天
理
を
体
認
す
る
悟
得
経
験
が
必
須
で
あ
る
。
ま
ず
、

『
王
陽
明
全
集
』「
年
譜
」
に
記
載
さ
れ
て
い
る
王
陽
明
の
大
悟
が
わ
か
り
や
す
い
の
で
、
こ
れ
か
ら
観
て
い
き
た
い
。
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正
徳
三
（
一
五
〇
八
）
年
、
王
陽
明
は
三
十
七
歳
。
中
央
官
界
を
牛
耳
る
宦
官
・
劉
瑾
の
猛
威
は
依
然
と
し
て
荒
れ
狂
っ
て
お
り
、

左
遷
さ
れ
た
貴
州
省
龍
場
で
、「
み
ず
か
ら
計
る
に
、
得
失
栄
辱
は
、
皆
、
超
脱
す
る
こ
と
が
で
き
た
が
、
た
だ
生
死
の
一
念
の
み
が

ま
だ
化
せ
ざ
る
を
覚
え
る
」
と
独
白
し
て
い
る
。
辺
地
に
流
さ
れ
て
、
立
身
出
世
や
生
き
る
希
望
を
失
っ
た
従
者
た
ち
は
、
身
心
と
も

に
衰
弱
し
て
い
っ
た
。
王
陽
明
は
、
彼
ら
の
看
病
や
衣
食
住
の
世
話
を
率
先
し
て
行
い
、
持
ち
前
の
諧
謔
や
演
劇
力
で
周
囲
の
者
を
笑

わ
せ
励
ま
し
な
が
ら
、
そ
の
一
方
で
、
言
葉
の
通
じ
な
い
少
数
民
族
と
交
り
接
す
る
中
で
、
彼
ら
を
、
身
な
り
や
衣
食
は
貧
し
い
が
、

北
京
に
い
る
中
央
官
僚
た
ち
の
知
と
行
が
乖
離
し
分
裂
し
て
い
る
の
に
比
べ
て
み
れ
ば
、
こ
の
眼
前
に
い
る
素
朴
な
少
数
民
族
た
ち
の

知
と
行
は
、
見
事
に
合
致
し
て
い
る
と
徐
々
に
信
用
し
て
い
く
。
王
陽
明
は
、
こ
の
よ
う
な
少
数
民
族
の
生
活
ぶ
り
を
興
味
深
く
観
察

し
、
人
間
は
知
行
合
一
の
可
能
性
を
固
有
し
て
い
る
こ
と
に
確
信
を
深
め
て
い
っ
た
。「
も
し
聖
人
が
こ
こ
に
い
た
な
ら
ば
、（
彼
ら
と

と
も
に
こ
の
生
活
の
中
に
）
ど
の
よ
う
な
道
を
開
く
で
あ
ろ
う
か
」。
こ
れ
に
対
す
る
王
陽
明
の
感
慨
は
、
彼
の
有
名
な
「
何
陋
軒
記
」

み
が

あ
ら
た
ま

す
み
な
わ

そ
れ
い
が
ん
き
ょ
う

に
表
明
さ
れ
て
い
る
。「
夷
の
民
は
、
ま
さ
に
、
ま
だ
琢
か
ざ
る
の
璞
、
ま
だ
縄
せ
ざ
る
の
木
の
ご
と
し
。
粗
礪
頑
梗
な
り
と
雖
も
、

つ
ち

お
の

い
ず
く

い
や
し

お

椎
や
斧
を
な
お
施
せ
し
と
こ
ろ
あ
り
。
安
ん
ぞ
以
て
こ
れ
を
陋
む
べ
け
ん
や
。
こ
れ
、
孔
子
の
（
と
も
に
こ
こ
に
）
居
ら
ん
と
欲
す
る

所
為
（
理
由
）
な
ら
ん
」。
こ
の
少
数
民
族
の
中
に
発
見
し
た
知
行
合
一
の
人
間
性
に
対
す
る
発
見
が
、
王
陽
明
の
龍
場
の
大
悟
を
誘

発
す
る
大
き
な
要
因
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。「
年
譜
」
に
は
、
そ
の
龍
場
の
大
悟
を
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

た
ち
ま

ご

び

忽
ち
中
夜
、
格
物
致
知
の
旨
を
大
悟
す
。
寤
寐
中
、
人
の
こ
れ
に
語
る
者
あ
る
が
ご
と
し
。
覚
え
ず
呼
躍
す
。
従
者
、
皆
、
驚

さ
き

く
。
始
め
て
、「
聖
人
の
道
は
、
吾
が
性
に
自
足
す
。
向
に
理
を
事
物
に
求
め
し
は
誤
り
な
り
」
と
知
れ
り
。

ご

び

心
理
学
者
で
あ
れ
ば
、
前
段
に
あ
る
「
寤
寐
中
、
人
の
こ
れ
に
語
る
者
あ
る
が
ご
と
し
。
覚
え
ず
呼
躍
す
。
従
者
、
皆
、
驚
く
」
と

さ
き

い
う
、
陽
明
の
夢
中
の
覚
悟
に
注
目
す
る
か
も
し
れ
な
い
。
ま
た
、
中
国
思
想
史
の
専
家
は
、
従
来
、
後
段
の
「
向
に
理
を
事
物
に
求
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め
し
は
誤
り
な
り
」
と
い
う
朱
子
学
の
格
物
致
知
説
か
ら
の
離
脱
や
超
克
を
重
視
し
て
き
た
。
し
か
し
、
こ
こ
の
眼
目
は
、「
聖
人
の

道
は
、
吾
が
性
に
自
足
す
」
に
あ
る
。
王
陽
明
は
こ
こ
で
、
吾
が
性
に
自
足
し
て
い
る
こ
の
聖
人
の
道
を
大
悟
し
、
そ
れ
を
「
知
行
合

一
の
本
体
」、「
天
地
万
物
一
体
の
仁
」
と
い
う
こ
と
ば
で
表
現
し
、
や
が
て
五
十
歳
以
降
は
こ
れ
を
、『
孟
子
』
の
い
わ
ゆ
る
良
知
で

あ
り
、
こ
の
良
知
は
『
大
学
』
に
あ
る
致
知
の
知
で
あ
る
と
認
識
し
て
、
独
自
に
「
致
良
知
説
」
を
提
唱
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の

言
葉
で
表
現
さ
れ
た
王
陽
明
の
致
良
知
説
は
、
い
ず
れ
も
彼
自
身
の
体
認
自
得
を
深
化
さ
せ
て
い
っ
た
道
程
で
あ
る
。

し
た
が

ま
た
、『
中
庸
』
冒
頭
に
は
「
天
命
、
こ
れ
を
性
と
い
う
。
性
に
率
う
、
こ
れ
を
道
と
い
う
。
道
を
修
め
る
、
こ
れ
を
教
と
い
う
」

と
あ
る
が
、
王
陽
明
の
「
吾
が
性
に
自
足
す
る
聖
人
の
道
」
を
「
天
命
」
と
解
す
る
な
ら
ば
、
王
陽
明
の
悟
得
し
た
境
地
は
、
こ
の
「
天

命
」
と
「
吾
が
性
」
と
「
道
」
と
「
教
」
と
を
一
体
化
し
て
、
そ
れ
を
吾
が
身
心
の
主
体
性
と
す
る
東
ア
ジ
ア
天
人
合
一
思
想
の
真
髄

を
体
認
自
得
し
た
も
の
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
陽
明
学
に
お
い
て
は
、「
造
化
の
精
霊
」
で
あ
る
良
知
の
あ
ら
ゆ
る
知
と
行
が
、
そ
の

ま
ま
、
そ
の
人
の
体
認
自
得
の
学
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

（
三
）
朱
熹
の
体
認
自
得
の
学

一
方
、
朱
熹
が
天
理
の
体
認
を
求
め
、
そ
の
体
認
経
験
を
積
み
重
ね
て
朱
子
学
を
形
成
し
て
き
た
こ
と
は
、
そ
の
思
想
形
成
過
程
を

観
れ
ば
、
一
目
瞭
然
で
あ
ろ
う
。
周
知
の
よ
う
に
、
彼
の
思
想
形
成
過
程
は
、
先
ず
大
慧
禅
か
ら
始
ま
り
、
父
の
友
人
の
李
延
平
と
の

出
会
い
に
よ
っ
て
儒
学
に
覚
醒
す
る
。
そ
れ
以
降
、
天
理
を
吾
が
主
体
性
と
す
る
た
め
の
自
得
方
法
を
め
ぐ
っ
て
、
李
延
平
の
未
発
主

義
か
ら
、
湖
南
学
派
の
張
南
軒
の
説
く
已
発
主
義
に
転
じ
、
や
が
て
四
十
歳
の
時
、
こ
れ
ま
で
に
学
習
し
た
人
間
観
や
修
養
論
を
総
合

的
根
本
的
に
受
け
取
り
直
し
て
、
身
心
の
内
と
外
、
動
と
静
、
喜
怒
哀
楽
の
未
発
と
已
発
、
形
而
上
と
形
而
下
を
貫
徹
す
る
敬
の
工
夫

を
発
見
す
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
朱
熹
独
自
の
居
敬
窮
理
を
学
問
方
法
と
す
る
定
論
を
形
成
す
る
に
至
る
。
そ
れ
は
、「
敬
は
一
心
の

主
宰
に
し
て
、
万
事
の
本
根
」「
敬
は
聖
学
の
要
」「（
格
物
か
ら
平
天
下
ま
で
の
あ
ら
ゆ
る
窮
理
の
事
に
つ
い
て
）
始
め
よ
り
一
日
と
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し
て
、
敬
を
離
れ
る
こ
と
は
な
い
」（
以
上
、『
大
学
或
問
』）
と
い
う
居
敬
の
発
見
と
、
天
理
を
体
認
自
得
す
る
窮
理
の
両
面
を
、
如

何
に
思
想
的
に
和
合
す
る
か
を
求
め
て
葛
藤
し
深
化
さ
せ
た
過
程
で
あ
る
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
意
味
か
ら
言
え
ば
、
朱
子
学
を

体
認
自
得
の
学
と
し
て
受
け
取
り
直
す
に
は
、
居
敬
と
窮
理
の
両
面
か
ら
観
察
す
る
こ
と
が
有
効
か
も
し
れ
な
い
。

ま
ず
、
朱
熹
は
四
十
歳
の
時
、
こ
の
「
敬
の
道
」
を
悟
得
し
発
見
し
た
歓
喜
を
、
親
友
の
張
南
軒
へ
の
書
簡
の
中
で
率
直
に
伝
え
て

い
る
。
そ
の
原
文
の
書
き
下
し
文
と
、
荒
木
見
悟
先
生
の
現
代
語
訳
を
下
記
に
紹
介
す
る
。

蓋
し
、
身
に
主
と
し
て
、
動
静
語
黙
の
間
な
き
も
の
は
、
心
な
り
。
仁
は
則
ち
心
の
道
に
し
て
、
敬
は
則
ち
心
の
貞
な
り
。
こ

れ
徹
上
徹
下
の
道
、
聖
学
の
本
統
な
り
。
こ
れ
に
明
ら
か
な
ら
ば
、
則
ち
性
情
の
徳
、
中
和
の
妙
、
一
言
に
し
て
尽
く
す
べ
し
。

も
と

朱
熹
、
向
来
の
説
は
、
固
よ
り
未
だ
及
ば
ざ
る
な
り
。
而
し
て
来
喩
の
曲
折
、
発
明
す
る
所
多
し
と
雖
も
、
然
れ
ど
も
綱
を
提
し

領
を
振
る
う
処
に
於
い
て
は
、
未
だ
尽
く
さ
ざ
る
こ
と
有
る
に
似
た
り
。（『

晦
庵
先
生
朱
文
公
文
集
』
巻
三
十
二
、「
答
張
欽
夫
」）

た
だ

思
う
に
、
動
静
語
黙
の
へ
だ
て
な
く
、
一
身
の
主
宰
と
な
る
も
の
は
心
で
す
。
仁
は
心
の
す
じ
道
で
、
敬
は
心
の
貞
し
さ
で
す
。

こ
れ
は
（
人
間
存
在
の
）
上
下
を
貫
く
道
で
あ
り
、
聖
学
の
本
す
じ
が
明
ら
か
と
な
る
と
、
性
と
情
の
徳
、
中
と
和
の
妙
は
、
一

言
で
い
い
尽
く
す
こ
と
が
で
き
ま
す
。
私
の
従
来
の
説
は
、
も
ち
ろ
ん
こ
こ
ま
で
気
づ
き
ま
せ
ん
で
し
た
し
、
お
手
紙
の
詳
細
な

叙
述
も
、
啓
発
す
る
点
は
い
く
た
あ
り
ま
す
も
の
の
、
本
す
じ
を
打
ち
出
す
点
で
は
、
ま
だ
不
十
分
の
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。

（
荒
木
見
悟
『
朱
子
・
王
陽
明
』
二
三
七
頁
、
世
界
の
名
著
続
4

中
央
公
論
）

こ
の
書
簡
の
中
で
、
朱
熹
は
、
自
己
の
旧
説
を
自
己
批
判
す
る
と
と
も
に
、
こ
れ
ま
で
傾
倒
し
て
い
た
張
南
軒
の
説
も
十
分
で
は
な

か
っ
た
と
指
摘
し
て
い
る
。
こ
の
朱
熹
に
よ
る
敬
の
悟
得
に
よ
っ
て
、
朱
子
学
が
誕
生
し
た
の
で
あ
る
。
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か
え

朱
子
学
の
目
指
す
理
想
は
、
全
体
大
用
の
人
間
で
あ
る
。
居
敬
と
窮
理
は
、
天
理
を
体
認
し
た
全
体
大
用
の
人
間
に
復
る
手
段
で
あ

り
、
全
体
大
用
を
現
実
に
生
き
る
理
想
的
人
間
の
具
体
的
実
践
で
あ
る
。
そ
れ
を
、
朱
熹
が
簡
潔
に
表
明
し
た
の
が
、『
大
学
章
句
』

伝
五
章
の
「
格
物
補
伝
」
で
あ
る
。
説
明
の
都
合
に
よ
り
段
落
を
つ
け
て
書
き
下
し
文
に
す
る
。

け
だ

こ
の
ご
ろ
こ
こ
ろ
み

ひ
そ

①

右
伝
の
五
章
は
、
蓋
し
格
物
致
知
の
義
な
れ
ど
も
、
今
は
亡
ぶ
。
間
、
嘗
に
竊
か
に
程
子
の
意
を
取
り
て
之
を
補
う
。

②
曰
く
、
い
わ
ゆ
る
（
大
学
の
経
に
）
致
知
は
格
物
に
在
り
と
は
、（
そ
の
）
言
う
こ
こ
ろ
は
、
吾
の
知
を
致
さ
ん
と
欲
す
れ
ば
、

き
わ

な

物
に
即
し
て
そ
の
理
を
窮
む
る
こ
と
な
り
。
蓋
し
、
人
心
の
霊
は
、
知
る
こ
と
有
ら
ざ
る
莫
く
し
て
、
天
下
の
物
は
、
理
あ
ら
ざ

な
る
莫
し
。
た
だ
理
に
於
い
て
未
だ
窮
め
ざ
る
こ
と
有
る
が
故
に
、
そ
の
知
に
尽
く
さ
ざ
る
こ
と
有
る
な
り
。すで

よ

こ
こ
を
以
て
大
学
は
、
始
め
て
教
う
る
に
、
必
ず
学
ぶ
者
を
し
て
凡
て
の
天
下
の
物
に
即
し
て
、
そ
の
已
に
知
り
し
理
に
因
り

ま
す
ま

な

て
、
益
す
之
を
窮
め
、
以
て
そ
の
極
に
至
る
を
求
め
ざ
る
こ
と
莫
か
ら
し
む
。

も

は
ら
り
と

③
力
を
用
ち
う
る
の
久
し
き
に
至
っ
て
、
一
旦
、
豁
然
貫
通
す
れ
ば
、
衆
物
の
表
裏
精
粗
、
到
ら
ざ
る
な
く
し
て
、
吾
が
心
の
全

体
大
用
、
明
ら
か
な
ら
ざ
る
な
し
。
こ
れ
を
物
格
と
い
い
、
こ
れ
を
知
の
至
る
と
い
う
な
り
。

こ
の
格
物
補
伝
の
趣
旨
は
、
ま
ず
①
朱
熹
自
身
が
あ
え
て
自
説
を
述
べ
る
必
然
性
を
語
り
、
次
に
②
大
学
の「
致
知
は
格
物
に
在
り
」

は
ら
り
と

に
つ
い
て
朱
熹
の
解
釈
を
論
じ
て
い
く
の
で
あ
る
が
、
そ
の
格
物
致
知
の
目
的
は
、「
一
旦
、
豁
然
貫
通
す
れ
ば
、
衆
物
の
表
裏
精
粗
、

到
ら
ざ
る
な
く
し
て
、
吾
が
心
の
全
体
大
用
、
明
ら
か
な
ら
ざ
る
な
し
。」
に
あ
る
と
い
う
。
こ
れ
が
、
③
朱
熹
の
「
格
物
補
伝
」
の

あ
る
と
き

眼
目
で
あ
る
が
、
つ
ま
り
朱
子
学
に
よ
れ
ば
、
現
実
的
な
格
物
の
実
践
を
集
積
す
れ
ば
、
学
ぶ
者
は
一
旦
、
豁
然
貫
通
の
悟
得
を
経
て

か
え

物
格
に
転
回
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
学
ぶ
者
の
心
は
本
来
の
全
体
大
用
に
復
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

格
物
か
ら
物
格
へ
の
転
回
は
、
具
体
的
に
は
ど
の
よ
う
に
変
わ
る
の
か
。
朱
熹
は
同
じ
「
大
学
章
句
」
の
解
釈
で
、
格
物
に
つ
い
て
、
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な

「
格
は
至
る
な
り
、
物
は
猶
お
事
の
ご
と
き
な
り
。
事
物
の
理
を
窮
め
至
る
は
、
そ
の
極
処
、
到
ら
ざ
る
な
き
な
り
」
と
説
明
し
て
い

る
。
ま
た
、
物
格
に
つ
い
て
、「
物
格
は
、
物
の
理
の
極
処
、
到
ら
ざ
る
な
し
。」
と
説
き
、
知
至
に
つ
い
て
は
、「
吾
が
心
の
知
る
所
、

尽
く
さ
ざ
る
な
し
」
と
説
明
し
て
い
る
。
こ
の
朱
熹
の
格
物
、
物
格
、
知
至
の
説
明
は
、
豁
然
貫
通
の
悟
得
を
経
た
朱
熹
の
体
認
に
基

づ
い
て
表
現
さ
れ
た
朱
熹
思
想
世
界
の
表
明
で
あ
る
。
格
物
は
、
未
知
の
物
の
理
を
追
究
す
る
努
力
で
あ
り
、
こ
の
段
階
で
は
当
事
者

に
は
物
の
理
は
見
え
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
一
旦
、
豁
然
貫
通
し
た
物
格
の
段
階
で
は
、
そ
の
悟
得
に
よ
っ
て
当
事
者
は

物
の
理
を
体
認
自
得
し
て
、
物
の
理
が
見
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
一
旦
、
体
認
自
得
し
た
心
に
は
、
そ
の
心
の
志
向
す
る
ま
ま
に
、
物

の
方
か
ら
そ
の
理
を
具
体
的
に
顕
現
し
て
来
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
、
朱
子
学
の
目
的
は
心
の
全
体
大
用
で
あ
り
、
物
格
知

さ
き

至
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
物
格
知
至
し
た
心
の
感
応
は
、
あ
の
王
陽
明
の
「
聖
人
の
道
は
、
吾
が
性
に
自
足
す
。
向
に
理
を
事
物
に
求

め
し
は
誤
り
な
り
」
と
通
じ
る
も
の
が
あ
る
。

天
理
は
公
共
の
道
で
あ
る
。
体
認
の
学
は
、
体
認
す
る
ま
で
は
己
の
た
め
に
す
る
学
で
あ
る
が
、
体
認
す
れ
ば
公
共
の
道
と
な
る
。

朱
熹
も
、
王
陽
明
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
人
間
観
や
学
問
方
法
に
よ
り
体
認
し
て
、
公
共
の
道
に
立
っ
た
人
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
朱
熹
や

王
陽
明
が
実
践
し
た
郷
村
建
設
運
動
は
、
こ
の
よ
う
な
学
徳
兼
備
の
高
邁
な
人
物
の
指
導
が
な
け
れ
ば
、
当
時
の
状
況
で
は
実
現
で
き

な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

二
、
飢
饉
対
策
の
住
民
自
治
を
実
現
す
る
「
社
倉
法
」

社
倉
や
義
倉
は
す
で
に
隋
の
頃
か
ら
存
在
し
た
よ
う
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
取
り
上
げ
る
社
倉
や
そ
の
社
倉
法
は
朱
熹
を
は
じ
め
と
す

る
宋
明
学
者
が
み
ず
か
ら
実
践
し
指
導
し
た
も
の
を
指
す
。
こ
れ
ら
の
社
倉
や
社
倉
法
の
特
徴
を
要
約
す
れ
ば
、
そ
れ
は
、
宋
明
儒
学

者
の
熱
い
同
胞
愛
の
心
や
万
物
一
体
の
仁
を
、
社
倉
と
い
う
実
恵
を
生
じ
る
施
設
に
具
体
化
し
た
も
の
で
あ
り
、
ま
た
、
こ
の
実
際
の
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運
営
が
住
民
に
よ
る
自
主
的
経
営
や
郷
村
自
治
を
志
向
す
る
も
の
で
あ
っ
た
所
に
特
徴
が
あ
る
。

朱
熹
の
社
倉
法
に
つ
い
て
は
、
木
下
鉄
矢
著
『
朱
子
―
〈
は
た
ら
き
〉
と
〈
つ
と
め
〉
の
哲
学
』（
二
〇
〇
九
、
岩
波
書
店
）
や
、

楠
本
正
継
著
『
宋
明
時
代
儒
学
思
想
の
研
究
』（
昭
和
三
十
七
年
、
広
池
学
園
事
業
部
）
の
な
か
で
詳
細
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
特
に

後
者
は
、
そ
の
「
朱
晦
庵
（
朱
子
）」
約
七
十
頁
の
内
の
三
分
の
一
近
く
、
二
十
頁
を
社
倉
法
に
当
て
て
い
る
。
楠
本
正
継
先
生
の
見

解
に
よ
れ
ば
、
朱
熹
の
全
体
大
用
思
想
が
、
こ
の
社
倉
法
に
具
体
的
に
実
現
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
朱
熹
が
社
倉

法
を
設
置
す
る
歴
史
的
経
過
は
、
概
要
、
次
の
よ
う
で
あ
る
。

乾
道
四
年
（
一
一
六
八
）、
朱
熹
は
赴
任
地
の
健
寧
府
崇
安
県
で
、
住
民
の
飢
饉
に
遭
遇
し
た
。
そ
の
救
済
の
た
め
に
、
先
ず
富
豪

か
ら
所
蔵
米
を
募
っ
て
、
米
の
値
を
下
げ
て
配
給
し
た
。
し
か
し
、
周
辺
に
盗
賊
が
出
没
し
、
民
衆
は
震
撼
、
米
も
尽
き
て
き
た
の
で
、

朱
熹
は
県
当
局
か
ら
常
平
倉
の
米
六
百
石
を
借
り
受
け
て
郷
人
に
分
与
し
た
。
こ
の
施
策
に
よ
っ
て
、
郷
村
の
人
々
は
飢
え
死
に
す
る

者
が
お
ら
ず
、
盗
賊
に
組
す
る
者
も
出
な
か
っ
た
。
そ
の
冬
に
な
る
と
、
米
の
収
穫
が
あ
っ
た
の
で
、
住
民
か
ら
常
平
倉
に
返
納
す
る

動
き
が
出
た
。
こ
の
時
、
朱
熹
は
み
ず
か
ら
県
当
局
に
か
け
あ
っ
て
、
常
平
倉
へ
の
米
返
納
の
時
期
を
遅
ら
せ
る
許
可
を
得
て
、
こ
の

猶
予
期
間
、
里
中
の
民
家
に
そ
の
米
を
蓄
蔵
し
て
お
き
、
そ
の
種
米
を
毎
年
の
夏
、
出
願
者
に
対
し
て
低
利
で
貸
し
与
え
、
米
の
増
産

を
は
か
っ
た
。
年
末
に
は
、
そ
の
余
剰
米
を
収
容
し
て
、
そ
れ
を
村
民
の
飢
饉
対
策
に
当
て
る
社
倉
を
設
置
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
社

倉
の
運
用
に
よ
っ
て
、
農
民
は
豪
家
か
ら
高
利
で
種
米
を
借
り
る
こ
と
も
な
く
、
飢
饉
の
時
に
も
遠
方
の
都
会
に
あ
る
常
平
倉
の
米
に

頼
ら
な
く
て
も
、
わ
が
村
の
社
倉
に
蓄
え
ら
れ
て
い
る
米
で
飢
え
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

さ
ら
に
、
社
倉
の
種
米
に
よ
っ
て
農
業
生
産
が
ま
す
ま
す
増
進
し
て
、
そ
の
十
四
年
後
に
は
、
最
初
に
借
り
た
六
百
石
を
常
平
倉
に

返
済
し
た
上
で
、
穀
倉
三
間
に
貯
蔵
さ
れ
た
米
は
三
千
一
百
石
と
な
り
、
三
十
年
後
に
は
貯
蔵
米
五
千
石
と
な
り
、
里
中
凶
年
な
し
と

い
う
実
績
を
あ
げ
て
い
る
。

し
か
も
、
そ
の
米
の
管
理
や
貸
し
出
し
責
任
者
で
あ
る
社
首
（
五
十
人
を
一
組
と
す
る
社
倉
の
首
長
）
や
保
正
（
十
人
組
の
頭
）
な
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ど
の
役
人
を
民
間
人
か
ら
選
出
し
て
、
住
民
自
治
に
よ
る
名
簿
整
理
や
米
穀
の
配
給
な
ど
の
運
営
を
行
わ
せ
、
そ
の
運
営
規
則
も
各
村

落
の
実
態
に
即
し
て
制
定
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

楠
本
正
継
先
生
は
、「
後
年
の
朱
子
は
郷
村
に
主
体
性
を
持
た
せ
る
こ
こ
を
単
位
と
し
、
国
家
が
こ
れ
を
諸
地
方
に
下
し
て
自
主
的

に
行
わ
せ
、
か
く
て
始
め
て
社
倉
法
の
時
処
を
通
じ
て
の
永
遠
性
が
生
じ
る
と
い
う
考
え
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
か
か
る
こ
と
が
出
来

る
の
は
こ
の
法
が
同
胞
愛
の
精
神
に
支
え
ら
れ
て
い
た
か
ら
に
外
な
ら
な
か
っ
た
」（『
同
書
』
二
六
三
頁
）
と
指
摘
し
て
い
る
。
ま
た
、

こ
こ
に
忘
れ
て
は
な
ら
ぬ
こ
と
は
、
か
か
る
施
設
（
社
倉
）
が
同
胞
愛
の
精
神
の
必
然
的
な
要
求
と
し
て
行
わ
れ
、
こ
の
精
神

た
だ
の

が
無
け
れ
ば
不
可
な
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
前
記
崇
安
県
社
倉
記
、
金
華
社
倉
記
と
も
に
こ
れ
を
語
る
。
殊
に
孟
子
の
「
徒
善
は
以

た
だ
の

て
政
を
な
す
に
足
ら
ず
、
徒
法
は
以
て
自
ら
行
わ
る
能
わ
ず
」（
離
婁
上
）
と
い
う
文
句
の
朱
子
の
注
に
は
「
そ
の
心
あ
っ
て
、

そ
の
政
の
無
い
の
が
徒
善
で
あ
り
、
そ
の
政
あ
っ
て
そ
の
心
の
無
い
の
が
徒
法
で
あ
る
」
と
云
い
、
関
雎
・
麟
趾
（
愛
情
を
の
べ
、

信
厚
を
歌
っ
た
所
の
古
詩
―
詩
経
―
）
の
意
あ
っ
て
、
し
か
る
後
、
周
官
の
法
度
を
行
う
べ
し
と
云
っ
た
程
子
の
語
を
引
い
て
い

る
（
集
注
）。
物
を
生
じ
こ
れ
を
活
か
す
天
地
の
心
に
本
づ
く
同
胞
愛
の
心
こ
そ
社
倉
の
施
設
を
生
ん
だ
母
胎
で
あ
っ
た
。
そ
こ

に
は
人
間
は
公
共
性
、
共
同
性
を
失
え
ば
、
自
ら
を
亡
ぼ
す
も
の
な
る
こ
と
に
対
す
る
伝
統
的
洞
察
が
見
え
る
。

（『
宋
明
時
代
儒
学
思
想
の
研
究
』
第
五
節

朱
晦
庵

二
六
六
頁
）

と
指
摘
し
て
い
る
。
朱
熹
の
社
倉
法
は
、
宋
元
明
清
、
及
び
朝
鮮
半
島
や
江
戸
時
代
の
日
本
に
広
く
普
及
し
て
い
っ
た
が
、
以
上
か
ら
、

朱
熹
自
身
の
発
想
に
よ
る
社
倉
法
は
住
民
自
治
を
志
向
す
る
郷
村
建
設
理
論
で
あ
り
、
そ
れ
を
導
く
底
辺
に
あ
る
同
胞
愛
の
精
神
、
村

落
共
同
体
の
相
互
扶
助
の
精
神
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
な
郷
村
の
相
互
扶
助
施
設
で
あ
り
、
飢
饉
対
策
で
あ
る
社
倉
を
実
際
に
運
営
す
る
に
は
、
社
首
や
保
正
を
は
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じ
め
と
す
る
郷
村
の
有
力
な
指
導
者
達
の
自
覚
と
連
帯
が
必
須
で
あ
っ
た
。
こ
の
指
導
者
た
ち
が
、
そ
の
た
め
に
結
成
し
た
自
主
的
な

連
携
組
織
の
規
約
が
「
郷
約
」
で
あ
る
。
次
に
、
宋
代
の
朱
熹
と
、
明
代
の
王
陽
明
が
、
実
際
に
指
導
し
た
「
郷
約
」
を
見
て
行
こ
う
。

三
、
朱
熹
の
「
増
損
呂
氏
郷
約
」
と
王
陽
明
の
「
南
贛
郷
約
」

（
一
）
朱
熹
の
「
増
損
呂
氏
郷
約
」

郷
約
と
は
一
般
的
に
は
、
中
央
政
府
や
官
僚
に
よ
る
上
か
ら
の
法
規
や
制
度
に
よ
る
統
治
に
対
し
て
、
そ
れ
と
は
別
個
の
、
村
落
住

民
の
自
治
に
よ
る
相
互
扶
助
を
規
定
す
る
道
徳
共
同
体
の
自
主
的
自
発
的
な
約
束
事
で
あ
る
。

そ
の
起
源
は
、
北
宋
の
晩
年
、
藍
田
の
呂
大
臨
が
郷
里
に
行
っ
た
教
化
組
合
に
始
ま
る
。
南
宋
に
入
っ
て
朱
熹
が
こ
れ
を
踏
ま
え
て

「
朱
子
増
損
呂
氏
郷
約
」を
作
成
し
、
盛
行
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
道
徳
組
合
の
約
束
事
で
あ
る
郷
約
に
は
、
郷
約
を
結
ん
だ
人
々

た
だ

が
守
る
べ
き
、
四
つ
の
綱
領
が
あ
る
。
つ
ま
り
、「
徳
業
を
相
互
に
勧
め
る
」「
過
失
を
相
互
に
規
す
」「
礼
俗
を
相
互
に
交
え
る
」「
患

あ
わ
れ

難
を
相
互
に
恤
む
」
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
の
郷
約
の
組
織
的
特
徴
は
、
そ
の
メ
ン
バ
ー
の
中
の
一
人
に
万
が
一
、
破
産
す
る
と
か
、

困
窮
す
る
よ
う
な
事
態
が
起
こ
れ
ば
、
そ
の
時
は
メ
ン
バ
ー
全
員
が
一
丸
に
な
っ
て
、
そ
の
一
人
を
救
援
す
る
と
い
う
固
い
道
義
的
絆

で
結
ば
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
楠
本
正
継
著
『
宋
明
時
代
儒
学
思
想
の
研
究
』
を
参
照
さ
れ
た
い
。
こ
こ

で
は
、
こ
れ
ま
で
比
較
的
注
目
度
の
少
な
か
っ
た
王
陽
明
の
「
南
贛
郷
約
」
を
、
や
や
詳
細
に
紹
介
し
た
い
。

（
二
）
王
陽
明
の
「
南
贛
郷
約
」

明
王
朝
が
成
立
す
る
と
皇
帝
の
朱
元
璋
（
太
祖
）
は
、
国
家
権
力
を
行
使
し
て
「
六
諭
」
を
発
布
し
た
。
明
朝
政
府
は
こ
の
六
諭
を

木
札
に
書
い
た
「
六
諭
碑
」
を
木
鐸
老
人
に
持
た
せ
、
村
落
を
隅
々
ま
で
巡
回
さ
せ
て
、
そ
の
普
及
に
努
め
た
。
六
諭
の
内
容
は
、「
父
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お
の
お
の

母
に
孝
順
な
れ
」「
長
上
を
尊
敬
せ
よ
」「
子
孫
と
和
睦
せ
よ
」「
子
孫
を
教
訓
せ
よ
」「
各
々
生
理
（
生
業
や
生
活
）
を
安
ん
ぜ
よ
」「
非

な

な
か

為
（
悪
事
）
を
作
す
毋
れ
」
で
あ
る
。
六
諭
は
、
里
甲
制
を
支
え
る
道
徳
律
を
、
上
か
ら
民
衆
に
訓
戒
す
る
も
の
で
あ
り
、
民
衆
の
自

主
性
自
発
性
を
養
育
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
は
、
必
ず
し
も
い
え
な
い
面
が
あ
っ
た
。

正
徳
十
一
年
（
一
五
一
六
）、
王
陽
明
四
十
五
歳
。
彼
は
都
察
院
左
僉
都
御
史
に
抜
擢
さ
れ
、
福
建
省
や
江
西
省
に
蟠
踞
す
る
巨
賊

の
非
道
を
巡
視
し
、
兵
部
尚
書
の
王
瓊
か
ら
そ
れ
ら
の
掃
討
命
令
を
受
諾
す
る
。
そ
の
翌
年
、
王
陽
明
は
掃
討
作
戦
の
拠
点
と
な
る
江

西
省
南
贛
に
到
着
し
た
の
で
あ
る
。

『
王
陽
明
全
集
』「
年
譜
」
に
よ
れ
ば
、
早
く
も
、
江
西
省
吉
安
に
来
た
と
き
、
流
賊
数
百
人
が
陽
明
を
取
り
囲
み
、「
我
々
は
飢
荒

の
流
民
で
あ
る
、
賑
済
を
乞
い
求
む
」
と
い
う
事
件
が
発
生
し
た
。「
吾
れ
、
南
贛
に
至
れ
ば
、
官
を
派
遣
し
て
救
助
策
を
実
施
し
よ

う
。
各
々
生
理
（
生
業
や
生
活
）
を
安
ん
じ
、
非
為
（
悪
事
）
を
行
っ
て
、
み
ず
か
ら
大
罪
を
受
け
な
い
よ
う
に
せ
よ
」
と
応
答
し
て

い
る
。
賊
は
、
懼
れ
て
退
散
し
た
と
あ
る
が
、
こ
れ
は
太
祖
の
「
六
論
」
を
臨
機
応
変
に
活
用
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

陽
明
が
こ
の
地
の
治
安
を
偵
察
し
て
み
る
と
、
民
衆
の
中
に
山
岳
地
帯
の
洞
窟
に
ひ
そ
む
山
賊
が
巧
み
に
紛
れ
込
ん
で
お
り
、
南
贛

の
民
は
山
賊
の
耳
目
と
な
っ
て
い
た
。
そ
こ
で
、
陽
明
軍
の
指
示
は
挙
動
前
に
こ
と
ご
と
く
山
賊
に
通
じ
て
い
た
。
陽
明
は
こ
の
対
策

と
し
て
、「
十
家
牌
法
」
を
実
行
し
た
。
十
家
牌
法
と
は
、
良
民
と
奸
賊
を
区
別
す
る
た
め
の
制
度
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
ま
ず
、
一
戸

ご
と
に
家
族
数
・
家
屋
の
広
さ
・
寄
宿
人
を
登
録
さ
せ
、
さ
ら
に
十
戸
ご
と
に
世
帯
主
名
を
記
し
た
一
牌
を
備
え
さ
せ
る
。
こ
の
牌
を

目
安
に
し
て
、
当
番
の
者
が
輪
番
で
、
各
戸
の
異
動
を
調
査
す
る
制
度
で
あ
る
。
も
し
、
各
戸
の
異
動
や
疑
わ
し
い
案
件
を
官
府
に
報

告
し
な
か
っ
た
場
合
は
、
十
家
が
連
罪
に
な
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
の
十
家
牌
法
の
実
施
に
よ
っ
て
、
民
に
紛
れ
込
ん
だ
賊
を
あ

ぶ
り
だ
し
、
民
の
治
安
を
回
復
す
る
こ
と
が
目
的
で
あ
っ
た
。

と
こ
ろ
が
、
実
際
に
こ
れ
が
成
功
す
る
か
失
敗
す
る
か
は
、
こ
れ
を
実
施
す
る
住
民
の
意
識
に
か
か
っ
て
い
た
。
王
陽
明
が
力
点
を

置
い
た
の
は
、
飢
饉
対
策
の
住
民
自
治
法
で
あ
る
社
倉
法
と
同
様
に
、
こ
の
十
家
牌
法
に
よ
る
住
民
の
治
安
対
策
も
、
住
民
自
治
の
郷
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村
建
設
を
促
進
す
る
中
で
住
民
相
互
の
扶
助
意
識
を
喚
起
し
、
こ
れ
を
基
盤
に
し
て
実
現
す
る
こ
と
に
努
め
て
い
る
点
で
あ
る
。「
南

贛
郷
約
」
は
、
そ
の
た
め
に
王
陽
明
が
実
際
に
指
導
し
て
作
成
し
た
「
郷
約
」
で
あ
る
。
こ
の
特
徴
は
、
こ
の
地
域
の
統
治
者
で
あ
る

王
陽
明
の
権
限
を
背
景
と
し
て
、
住
民
自
治
を
促
進
し
て
い
る
こ
と
に
あ
る
。
少
し
長
い
が
、
そ
の
全
文
を
現
代
語
の
拙
訳
で
紹
介
す

る
。

な
ん
か
ん
き
ょ
う
や
く

王
陽
明
の
「
南
贛
郷
約
」
―
村
里
の
約
束
事
―

よ
も
ぎ

は

た
す

あ
あ
、
汝
ら
民
よ
。
昔
の
人
は
、「
蓬
が
、
麻
の
中
に
生
え
れ
ば
、
扶
け
な
く
て
も
真
直
ぐ
に
伸
び
る
。
白
い
沙
が
、
泥
中
に
あ
れ

ば
、
染
め
な
く
て
も
黒
く
な
る
も
の
だ
。」
と
言
っ
て
い
る
。
民
の
風
俗
が
善
い
か
悪
い
か
は
、
積
み
か
さ
ね
ら
れ
た
慣
習
に
よ
っ
て
、

そ
の
よ
う
に
な
る
も
の
で
あ
る
。

思
う
に
、
む
か
し
（
賊
徒
を
離
れ
て
帰
順
し
た
）
新
民
は
、
常
に
そ
の
宗
族
を
棄
て
て
郷
里
を
離
れ
、
四
方
八
方
で
横
暴
な
行
為
を

し
て
き
た
も
の
達
だ
。
し
か
し
、
そ
の
横
暴
な
振
る
舞
い
は
、
そ
の
人
々
の
生
い
立
ち
に
問
題
が
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
決
し
て
そ
の
人

の
罪
で
は
な
い
。
ま
た
、
わ
が
官
吏
役
人
が
、
彼
ら
を
治
め
る
道
を
も
っ
て
い
な
か
っ
た
し
、
ま
た
教
化
す
る
こ
と
も
で
き
な
か
っ
た

こ
と
に
も
よ
る
。

汝
ら
（
指
導
者
の
）
父
老
よ
、〈
善
良
な
）
子
弟
よ
。
家
族
に
訓
戒
し
、
戒
し
め
正
す
こ
と
が
遅
遅
と
し
て
進
ま
ず
、
村
里
の
人
々

を
薫
陶
し
感
化
す
る
こ
と
も
せ
ず
、
指
導
や
援
助
も
実
行
さ
れ
な
い
の
で
、
住
民
た
ち
は
相
互
に
連
携
し
協
和
す
る
手
段
が
な
い
。
一

方
、
相
互
に
憤
懣
や
怨
嗟
の
情
を
激
し
く
あ
お
り
、
狡
知
や
欺
瞞
に
よ
っ
て
傷
つ
け
あ
っ
て
い
る
た
め
に
、
つ
い
に
思
い
も
し
な
い
方

向
に
な
び
い
て
、
日
々
、
悪
に
流
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

わ
が
官
吏
と
、
汝
ら
父
老
、
子
弟
と
は
一
緒
に
、
そ
れ
ぞ
れ
が
そ
の
責
任
を
分
担
す
べ
き
で
あ
る
。
あ
あ
、
過
ぎ
去
っ
た
こ
と
は
ど

う
し
よ
う
も
な
い
が
、
こ
れ
か
ら
起
こ
る
こ
と
に
は
間
に
合
う
は
ず
だ
。
そ
れ
故
に
、
今
、
こ
こ
に
郷
約
を
結
ん
で
、
汝
ら
民
と
協
和
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し
よ
う
で
は
な
い
か
。

今
よ
り
以
降
、
汝
ら
、
同
じ
約
で
結
ば
れ
た
民
は
す
べ
て
、
一
人
一
人
が
、
汝
の
父
母
に
孝
を
、
汝
の
兄
長
を
敬
い
、
汝
の
子
孫
を

訓
導
し
、
汝
の
郷
里
の
人
々
は
和
順
し
、
葬
儀
や
法
事
に
は
相
互
に
扶
助
し
あ
い
、
患
難
に
は
相
互
に
撫
恤
し
あ
い
、
善
を
勉
め
人
に

勧
め
、
悪
は
告
げ
戒
め
あ
い
、
訴
訟
を
止
め
争
い
を
止
め
、
信
義
と
親
睦
を
築
き
深
め
、
善
良
な
民
と
な
る
よ
う
に
努
め
て
、
共
に
重

厚
な
仁
の
風
俗
を
形
成
し
よ
う
で
は
な
い
か
。

あ
あ
、
人
は
、
ど
ん
な
に
愚
か
な
人
も
、
他
人
を
責
め
る
と
き
は
賢
こ
く
な
り
、
ど
ん
な
に
聡
明
な
人
も
、
己
を
責
め
る
と
き
は
愚

お

も

と
ど

と
も

か
に
な
る
も
の
で
あ
る
。
汝
ら
父
老
、
子
弟
は
、
新
民
の
旧
悪
に
対
し
て
は
思
念
う
だ
け
に
止
め
て
、
新
民
が
善
を
行
え
ば
与
に
必
ず

行
う
よ
う
に
せ
よ
。
そ
の
人
の
一
念
が
善
で
あ
れ
ば
、
そ
の
人
は
善
人
な
の
で
あ
る
。

己
は
良
民
で
あ
る
こ
と
を
心
に
留
め
て
、
必
ず
そ
の
身
を
修
め
よ
。
汝
の
一
念
が
悪
で
あ
れ
ば
、
汝
は
悪
人
と
な
る
。
人
の
善
悪
は
、

ゆ
る
が

一
念
の
間
に
決
ま
る
。
汝
ら
、
わ
が
言
を
じ
っ
く
り
と
思
案
し
、
決
し
て
忽
せ
に
し
て
は
な
ら
ぬ
。

一
、
同
じ
郷
約
の
中
か
ら
、
高
齢
な
有
徳
者
で
、
し
か
も
民
衆
か
ら
敬
服
さ
れ
て
い
る
者
を
推
挙
し
て
、
一
人
を
約
長
と
し
、
二
人
を

約
副
（
副
長
）
と
す
る
。
ま
た
公
・
直
・
果
断
な
者
四
人
を
推
挙
し
て
約
正
（
裁
判
官
）
と
し
、（
万
事
に
）
通
達
し
て
明
察
な

る
者
四
人
を
約
史
（
書
記
）
と
し
、
健
全
で
精
廉
な
者
四
人
を
知
約
（
経
理
）
と
し
、
礼
儀
に
習
熟
し
た
者
二
人
を
約
賛
（
祭
祀

係
）
と
す
る
。

三
冊
の
帳
簿
を
設
置
し
て
、
そ
の
一
冊
に
は
同
じ
郷
約
の
（
人
々
の
）
姓
名
、
お
よ
び
日
々
の
出
入
り
、
行
動
を
逐
一
書
い
て
、

知
約
が
こ
れ
を
管
理
す
る
。
あ
と
の
二
冊
の
う
ち
、
一
冊
は
表
彰
す
べ
き
善
行
（
を
し
た
人
の
事
）
を
書
き
、
一
冊
は
糾
弾
す
べ

き
過
失
（
を
し
た
人
の
事
）
を
書
い
て
、
約
長
が
こ
れ
を
管
理
す
る
。

一
、
同
じ
郷
約
の
人
は
、
集
会
ご
と
に
、
一
人
が
銀
三
分
を
出
し
、
知
約
に
わ
た
し
て
飲
食
の
資
金
に
あ
て
る
。
贅
沢
は
し
な
い
で
、
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飢
え
や
渇
き
を
い
や
す
だ
け
に
せ
よ
。

や

一
、
集
会
の
期
日
は
、
毎
月
十
五
日
と
す
る
。
も
し
疾
病
や
事
故
に
よ
っ
て
出
席
で
き
な
け
れ
ば
、
期
日
の
前
に
人
を
遣
り
て
、
知
約

に
届
け
出
る
こ
と
。
理
由
な
し
に
欠
席
し
た
者
は
過
悪
者
簿
（
リ
ス
ト
）
に
書
い
て
、
さ
ら
に
罰
銀
一
両
を
出
さ
せ
公
用
に
使
う
。

一
、
約
所
を
、
道
・
里
の
均
等
な
場
所
に
選
ん
で
建
立
す
る
こ
と
。
広
い
敷
地
の
あ
る
仏
教
寺
院
や
道
教
の
道
観
を
候
補
地
に
す
る
の

も
良
い
。

一
、
顕
彰
す
べ
き
善
は
、
そ
の
表
現
を
明
瞭
に
せ
よ
。
糾
弾
す
べ
き
過
失
や
悪
は
、
そ
の
表
現
を
婉
曲
に
せ
よ
。
そ
れ
が
人
々
を
忠
厚

た
だ

に
導
く
道
で
あ
る
。
も
し
、
人
に
不
悌
不
遜
が
あ
っ
て
も
、
直
ち
に
不
悌
不
遜
だ
と
言
わ
な
い
で
、
た
だ
、
年
長
者
に
つ
か
え
る

敬
長
の
礼
を
尽
く
す
こ
と
が
十
分
で
は
な
い
と
聞
い
て
い
る
が
、
ま
だ
信
じ
難
い
こ
と
な
の
で
、
し
ば
ら
く
帳
簿
に
つ
け
て
、
今

後
を
見
守
る
こ
と
に
せ
よ
。
過
失
や
悪
を
糾
弾
す
る
場
合
は
、
い
ず
れ
の
場
合
も
、
こ
れ
を
例
と
す
べ
き
で
あ
る
。

も
し
改
悛
す
る
こ
と
が
困
難
な
ほ
ど
悪
い
（
人
の
）
場
合
は
、
し
ば
ら
く
糾
弾
は
し
な
い
が
、
決
し
て
容
赦
し
な
い
。
そ
れ
が

過
激
化
し
て
悪
行
を
ほ
し
い
ま
ま
に
す
る
よ
う
で
あ
れ
ば
、
約
長
や
約
副
ら
は
、
そ
の
人
に
向
か
い
遠
回
し
に
「
自
首
す
べ
き
で

あ
る
」
と
、
衆
人
と
と
も
に
導
き
奨
励
し
て
、
善
念
を
自
発
的
に
起
す
よ
う
に
し
む
け
、
し
ば
ら
く
、
こ
れ
を
帳
簿
に
書
い
て
改

悛
す
る
の
を
待
て
。
そ
れ
で
も
、
改
悛
し
な
け
れ
ば
、
は
じ
め
て
糾
弾
し
て
こ
れ
を
帳
簿
に
書
け
。

さ
ら
に
改
悛
で
き
な
け
れ
ば
、
こ
れ
を
官
に
告
げ
よ
。
そ
れ
で
も
改
悛
し
な
け
れ
ば
、
同
じ
郷
約
の
人
が
官
に
執
送
し
て
、
そ

の
罪
を
明
ら
か
に
正
せ
。
そ
の
人
の
勢
い
、
固
執
で
き
な
く
な
る
で
あ
ろ
う
。
力
を
尽
く
し
て
協
議
す
る
が
、
官
府
は
、
兵
を
要

請
し
、
滅
す
。

一
、
郷
約
の
人
に
危
疑
難
題
の
事
が
発
生
し
た
場
合
は
、
い
つ
で
も
必
ず
、
約
長
は
同
じ
郷
約
の
人
を
集
め
て
会
を
開
き
、
皆
で
と
も

に
裁
き
処
置
し
区
画
し
て
、
道
理
が
通
り
事
が
解
決
す
る
ま
で
や
め
る
な
。
見
て
見
ぬ
ふ
り
を
し
た
り
、
推
測
で
判
断
す
る
こ
と

は
し
て
は
な
ら
な
い
。
人
を
悪
に
落
と
し
い
れ
れ
ば
（
冤
罪
？
）、
そ
の
罪
は
約
長
や
約
正
ら
の
身
に
及
ぶ
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
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う
。

一
、
本
籍
以
外
に
寄
託
し
て
い
る
不
在
地
主
の
家
が
、
納
税
や
労
役
に
つ
く
と
き
、
原
籍
を
あ
ち
こ
ち
に
移
動
し
て（
税
を
ご
ま
か
し
）、

往
々
に
し
て
、
累
を
同
じ
（
里
甲
制
の
）
甲
（
の
仲
間
）
に
負
担
さ
せ
る
こ
と
が
多
々
あ
る
。
今
後
、
約
長
は
こ
れ
に
勧
告
す
る

と
と
も
に
、
完
納
す
る
こ
と
を
承
諾
さ
せ
よ
。
以
前
の
弊
害
を
踏
襲
す
る
よ
う
で
あ
れ
ば
、
官
に
告
げ
よ
。
懲
治
し
て
寄
託
の
荘

田
を
削
除
す
る
で
あ
ろ
う
。

一
、
本
地
の
大
戸
（
大
地
主
）、
異
境
の
客
商
（
か
ら
）
の
貸
付
や
利
息
を
返
却
す
る
場
合
は
、
常
例
に
よ
る
べ
き
で
あ
る
。
過
分
な

利
益
を
得
て
は
な
ら
な
い
。
貧
窮
し
難
渋
し
て
賠
償
能
力
の
な
い
者
が
お
れ
ば
、
や
は
り
道
理
に
よ
っ
て
寛
容
に
は
か
る
べ
き
で

あ
る
。

不
仁
の
徒
（
破
綻
者
）
に
等
し
い
者
が
い
れ
ば
、
た
だ
ち
に
過
分
な
利
息
を
差
し
引
け
。
写
田
銭
（
地
主
が
小
作
か
ら
租
税
の

ほ
か
に
徴
収
し
た
も
の
）
を
強
制
し
た
り
、
窮
民
が
（
他
郷
に
逃
げ
）
出
し
て
、（
生
存
の
た
め
に
、
や
む
を
得
ず
そ
の
地
で
）、

盗
み
を
し
た
な
ど
と
言
わ
せ
な
い
よ
う
に
せ
よ
。
今
後
、
こ
の
よ
う
に
言
い
訳
を
す
る
者
が
あ
れ
ば
、
約
長
ら
が
こ
れ
に
関
与
し

て
、
事
実
を
明
白
に
せ
よ
。

償
い
が
数
え
る
に
足
ら
ざ
る
者
は
寛
捨
（
寛
容
に
捨
て
お
く
こ
と
）
を
勧
（
告
命
）
令
し
、
取
り
分
の
大
き
過
ぎ
る
者
に
は
追

還
（
追
い
か
け
て
返
還
さ
せ
る
こ
と
）
に
努
め
さ
せ
る
。
強
き
（
力
）
に
頼
っ
て
聴
か
な
い
者
に
は
、
同
じ
郷
約
の
人
を
率
い
て

行
き
、
官
司
に
訴
え
よ
。

い
か
り

一
、
親
族
や
在
郷
の
隣
人
で
、
往
々
に
し
て
、
ち
ょ
っ
と
し
た
忿
か
ら
、
身
を
賊
に
投
じ
て
復
讐
し
、
善
良
な
人
々
に
傷
害
を
負
わ
せ
、

大
患
を
醸
成
す
る
こ
と
が
あ
る
。
今
後
は
、
殴
り
合
い
や
、
不
平
な
事
は
、
約
長
に
訴
え
て
、
そ
の
是
非
を
公
論
せ
よ
。
約
長
は

聞
い
た
な
ら
、
た
だ
ち
に
道
理
を
明
ら
か
に
し
て
教
諭
せ
よ
。
あ
え
て
先
の
妄
動
を
な
す
者
が
あ
れ
ば
、
同
じ
郷
約
の
人
々
を
率

い
て
ゆ
き
、
官
に
さ
し
だ
せ
。
処
罰
し
よ
う
。

宋明儒学の郷村建設論（試論）（難波）

21



一
、
軍
や
民
で
、
も
し
表
で
は
善
良
な
行
い
を
し
て
い
る
が
、
裏
で
は
賊
に
情
を
通
じ
て
、
牛
馬
を
販
売
し
、
情
報
を
横
流
し
し
て
、

利
を
独
り
占
め
に
し
、
わ
ざ
わ
い
を
万
民
に
及
ぼ
す
者
が
お
れ
ば
、
約
長
ら
は
同
じ
郷
約
の
人
々
を
率
い
て
い
っ
て
、
事
実
を
示

し
て
勧
戒
せ
よ
。
改
悛
し
な
け
れ
ば
、
官
に
訴
え
よ
、
究
明
せ
ん
。

一
、
吏
書
（
下
級
役
人
）、
義
民
（
地
方
の
富
豪
で
、
義
捐
を
し
て
官
を
賜
っ
た
者
）、
総
甲
（
軍
人
で
は
な
く
、
民
間
人
で
城
の
守
り

に
派
遣
さ
れ
た
民
快
の
長
）、
里
老
（
村
の
長
老
）、
百
長
（
軍
兵
の
家
百
十
二
戸
を
守
禦
百
戸
所
と
い
い
、
そ
の
長
）、
弓
兵
、

機
快
（
機
兵
と
民
快
。
ど
ち
ら
も
民
間
か
ら
徴
募
し
た
民
兵
）
の
人
た
ち
で
、
田
舎
に
出
向
い
て
租
税
の
納
入
を
請
け
負
い
高
利

を
貪
る
者
や
、
そ
の
（
田
舎
に
旅
す
る
）
餞
別
を
強
要
す
る
者
が
お
れ
ば
、
約
長
は
同
じ
郷
約
の
人
々
を
率
い
て
い
っ
て
、
官
に

訴
え
よ
。
追
究
せ
ん
。

一
、
各
要
塞
の
居
住
民
は
、
昔
は
新
民
（
賊
徒
の
帰
順
者
）
か
ら
被
害
を
受
け
て
い
た
。
そ
れ
を
語
る
に
は
、
誠
に
忍
び
な
い
も
の
が

あ
る
。
し
か
し
、
今
は
、
す
で
に
彼
ら
自
身
が
革
新
し
た
こ
と
を
認
め
て
い
る
。
占
領
し
て
い
た
田
産
も
、
も
は
や
返
還
さ
せ
た
。

さ
と

二
度
と
遺
恨
を
持
っ
て
は
な
ら
な
い
。
騒
擾
の
あ
っ
た
地
方
の
約
長
ら
は
、
常
に
や
さ
し
く
諭
し
て
、
各
々
の
本
分
を
守
る
よ
う

に
さ
せ
よ
。
聴
か
な
い
も
の
が
い
れ
ば
、
官
に
訴
え
よ
。
療
治
せ
ん
。

一
、
帰
順
し
て
き
た
新
民
よ
。
汝
の
一
念
の
善
に
よ
っ
て
、
汝
の
罪
を
許
さ
れ
た
の
だ
。
自
ら
痛
切
に
己
を
責
め
克
服
し
て
過
ち
を
改

は
た

め
、
己
を
革
新
し
、
耕
作
に
勤
め
、
機
織
り
に
勤
め
、
平
生
の
価
格
で
売
買
し
、
思
い
を
良
民
と
同
じ
く
し
、
こ
れ
ま
で
の
よ
う

な
下
賤
な
考
え
で
心
を
下
品
に
し
、
自
滅
し
な
い
よ
う
に
、
自
戒
せ
よ
。
約
長
や
約
副
は
、
そ
の
時
そ
の
時
、
適
宜
に
教
導
せ
よ
。

前
非
を
悔
い
て
い
な
い
者
は
、
官
に
訴
え
よ
。
懲
治
せ
ん
。

一
、
男
も
女
も
成
長
す
れ
ば
、
各
々
、
時
を
得
て
結
婚
す
べ
き
で
あ
る
。
往
々
に
し
て
、
娘
の
家
は
結
納
が
十
分
で
な
い
こ
と
を
責
め
、

男
の
家
は
嫁
入
り
支
度
が
整
っ
て
い
な
い
こ
と
を
責
め
て
、
婚
期
を
失
う
も
の
だ
。
約
長
ら
は
、
各
々
、
こ
れ
を
人
に
説
諭
し
、

今
時
は
、
家
産
の
有
無
を
考
慮
し
て
、
随
時
、
婚
姻
さ
せ
よ
。
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一
、
父
母
の
葬
儀
や
服
喪
は
、
衣
衾
棺
槨
な
ど
、
た
だ
誠
孝
を
尽
く
し
、
家
産
の
有
無
を
は
か
っ
て
行
え
。
こ
れ
以
外
の
華
美
な
仏
事

や
盛
大
な
宴
会
で
、
家
を
傾
け
財
を
浪
費
す
る
の
は
、
死
者
は
そ
の
よ
う
な
事
を
喜
ば
な
い
で
あ
ろ
う
。
約
長
ら
は
、
各
々
、
郷

約
内
の
人
を
説
諭
し
、
礼
制
を
遵
守
す
る
よ
う
に
さ
せ
よ
。
な
お
、
前
非
を
踏
襲
す
る
者
は
、「
糾
悪
簿
」
に
書
い
て
、
不
孝
者

扱
い
に
せ
よ
。

一
、
集
会
の
一
日
前
に
は
、
知
約
は
、
約
所
を
掃
除
し
拭
き
清
め
て
、
道
具
を
整
え
、（
明
の
太
祖
の
六
諭
を
書
い
た
）「
告
諭
牌
」
を

設
け
、
香
案
を
南
向
き
に
置
く
こ
と
。

会
の
当
日
、
同
じ
郷
約
の
全
員
が
参
集
す
る
と
、
約
賛
が
太
鼓
を
三
度
打
ち
鳴
ら
し
、
参
集
者
は
皆
、
香
案
の
前
に
長
幼
の
順

に
立
ち
、
北
面
し
て
跪
坐
し
（
ひ
ざ
ま
ず
い
て
坐
し
）、
約
正
が
告
諭
を
朗
読
す
る
の
を
拝
聴
す
る
。

む
か

約
長
は
大
衆
に
合
っ
て
声
を
張
り
あ
げ
、「
今
よ
り
以
後
、
凡
そ
わ
が
同
じ
郷
約
の
人
は
、
つ
つ
し
ん
で
戒
諭
を
奉
じ
、
心
を

う
ち

斉
え
徳
を
合
し
、
同
じ
く
善
に
復
帰
せ
ん
。
も
し
、
そ
の
心
を
集
中
し
な
い
で
分
散
さ
せ
、
表
は
善
だ
が
裏
は
悪
の
者
が
い
れ
ば
、

う
ち

神
明
が
誅
殺
す
る
で
あ
ろ
う
。」
と
唱
え
る
。
大
衆
も
皆
、「
も
し
、
そ
の
心
を
集
中
し
な
い
で
分
散
さ
せ
、
表
は
善
だ
が
裏
は
悪

の
者
が
い
れ
ば
、
神
明
が
誅
殺
す
る
で
あ
ろ
う
。」
と
一
斉
に
唱
和
す
る
。

皆
、
再
拝
し
て
立
ち
上
が
り
、
順
序
正
し
く
会
所
を
出
て
、
東
西
に
分
か
れ
て
起
つ
。
約
正
が
、
郷
約
を
読
み
お
わ
り
、
大
声

で
、「
凡
そ
わ
が
同
盟
は
、
務
め
て
郷
約
を
遵
守
せ
ん
。」
と
宣
言
す
る
。
大
衆
は
皆
、「
は
い
」
と
一
斉
に
言
う
。
そ
こ
で
、
東

と
西
か
ら
交
互
に
拝
礼
し
て
起
ち
、
各
自
、
順
に
所
定
の
位
置
に
つ
く
。

年
少
者
が
各
々
、
年
長
者
に
三
度
、
酒
を
酌
む
。
知
約
が
起
ち
、
彰
善
位
を
堂
上
に
設
け
、
南
面
し
て
筆
硯
を
置
き
、「
彰
善

簿
」
を
読
み
上
げ
る
。
約
賛
が
太
鼓
を
三
度
打
ち
鳴
ら
す
と
、
大
衆
は
皆
、
起
つ
。
約
賛
が
、「
善
を
列
挙
せ
よ
。」
と
唱
え
る
と
、

大
衆
は
、「
約
史
が
掌
握
し
て
い
る
。」
と
一
斉
に
言
う
。
約
史
が
出
て
き
て
彰
善
位
に
つ
き
、
声
を
張
り
あ
げ
、「
某
に
某
善
が

あ
る
。
某
は
某
悪
を
改
め
る
こ
と
が
で
き
た
。
こ
れ
を
書
き
、
同
じ
郷
約
の
た
め
に
勧
め
る
。」
と
述
べ
る
。
約
正
は
、
大
衆
に
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た
だ

広
く
質
し
て
、「
ど
う
だ
。」
と
問
う
。
大
衆
は
、「
約
史
の
列
挙
の
通
り
で
す
。」
と
一
斉
に
言
う
。
約
正
は
、
そ
こ
で
、
善
者
に

揖
（
会
釈
）
し
て
、
彰
善
位
に
進
行
さ
せ
、
東
西
に
立
た
せ
る
。
約
史
は
ま
た
大
衆
に
向
か
っ
て
、「
私
の
列
挙
す
る
こ
と
は
こ

れ
だ
け
で
あ
る
。
皆
の
知
っ
て
い
る
こ
と
が
あ
れ
ば
列
挙
せ
よ
。」
と
述
べ
る
。
大
衆
に
知
っ
て
い
る
こ
と
が
あ
れ
ば
、
即
座
に

挙
げ
る
。
な
け
れ
ば
、「
約
史
の
列
挙
の
通
り
で
す
。」
と
一
斉
に
言
う
。
約
長
、
約
副
、
約
正
ら
が
皆
、
出
て
き
て
彰
善
位
に
つ

き
、
約
史
が
「
彰
善
簿
」
に
書
き
お
わ
る
と
、
約
長
が
杯
を
挙
げ
、
声
を
張
り
あ
げ
て
、「
某
は
よ
く
善
を
行
い
、
某
は
某
過
を

改
め
る
こ
と
が
で
き
た
。
よ
く
そ
の
身
を
修
め
る
も
の
で
あ
る
。
某
は
よ
く
某
族
の
人
に
そ
の
善
を
実
行
さ
せ
、
某
過
を
改
め
さ

と
と
の

せ
た
。
よ
く
そ
の
家
を
斉
え
る
も
の
だ
。
一
人
一
人
が
こ
の
よ
う
に
す
れ
ば
、
風
俗
は
厚
篤
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
凡
そ
わ
が
同
じ

郷
約
の
人
々
が
、
日
々
、
こ
れ
を
模
範
と
し
法
と
す
れ
ば
、
善
者
に
類
す
る
者
に
な
る
で
あ
ろ
う
。」
と
言
う
。
善
者
も
ま
た
酒

す
す

を
酌
み
、
約
長
に
酬
め
て
、「
こ
れ
は
善
と
さ
れ
る
ほ
ど
の
も
の
で
は
な
く
、
恐
縮
し
て
い
ま
す
。
む
し
ろ
、
長
者
の
労
を
ね
ぎ

ら
い
ま
す
。
一
層
、
砥
礪
を
加
え
、
長
者
の
教
え
に
そ
む
か
な
い
よ
う
に
い
た
し
ま
す
。」
と
述
べ
る
。
皆
、
飲
み
お
わ
り
、
再

び
約
長
に
拝
謝
す
。
約
長
は
答
拝
し
て
起
つ
。
各
々
、
所
定
の
位
置
に
つ
き
、
知
約
は
彰
善
の
席
を
撤
収
す
る
。

酒
が
、
ま
た
三
度
め
ぐ
る
。
知
約
が
起
ち
、
糾
過
位
を
階
下
に
設
け
る
。
北
向
き
に
筆
硯
を
置
き
、「
糾
過
簿
」
を
読
み
上
げ

あ
や
ま
ち

る
。
約
賛
が
太
鼓
を
三
度
打
ち
鳴
ら
す
と
、
大
衆
は
皆
、
起
つ
。
約
賛
が
、「
過
を
糾
弾
せ
よ
。」
と
唱
え
る
。
大
衆
は
、「
約
史

が
掌
握
し
て
い
る
。」
と
一
斉
に
言
う
。
約
史
が
糾
過
位
に
つ
き
、
声
を
張
り
あ
げ
、「
某
に
某
過
が
あ
る
と
聞
い
た
が
、
決
し
て

そ
れ
を
認
め
な
い
。
し
ば
ら
く
書
い
て
、
後
の
態
度
を
待
つ
。
い
か
が
か
。」
と
述
べ
る
。
約
正
が
、
大
衆
に
広
く
質
し
て
、「
い

か
が
か
。」
と
問
う
。
大
衆
は
皆
、「
約
史
の
見
識
は
正
し
い
。」
と
一
斉
に
言
う
。
約
正
は
、
過
失
者
を
揖
し
て
出
さ
せ
、
糾
過

位
に
つ
き
北
向
き
に
立
つ
。
約
史
は
ま
た
、
大
衆
に
向
か
っ
て
、「
私
の
列
挙
す
る
こ
と
は
、
こ
れ
だ
け
で
あ
る
。
皆
の
知
っ
て

い
る
こ
と
を
列
挙
せ
よ
。」
と
述
べ
る
。
大
衆
は
聞
い
て
い
る
こ
と
が
あ
れ
ば
列
挙
し
、
な
け
れ
ば
「
約
史
の
列
挙
が
正
し
い
」

と
一
斉
に
言
う
。
約
長
、
約
副
、
約
正
ら
が
皆
、
糾
過
位
に
出
て
き
て
、
東
西
に
立
つ
。
約
史
が
「
糾
過
簿
」
に
書
き
お
わ
る
と
、
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約
長
は
過
失
者
に
向
か
っ
て
、「
し
ば
ら
く
は
罰
を
行
わ
な
い
。
速
や
か
に
改
悛
せ
よ
。」
と
言
う
。
過
失
者
は
跪
ま
づ
き
請
願
し

わ
た
し

て
、「
某
は
、
進
ん
で
罪
に
服
し
ま
す
。」
と
言
う
。
自
ら
起
ち
て
酒
を
酌
み
、
跪
ま
ず
い
て
飲
み
、「
速
や
か
に
改
め
、
二
度
と

長
者
を
悩
ま
す
こ
と
は
い
た
し
ま
せ
ん
。」
と
言
う
。
約
正
、
約
副
、
約
史
ら
は
皆
、「
早
期
に
勧
諭
で
き
な
か
っ
た
の
で
、
汝
を

こ
こ
ま
で
陥
落
さ
せ
て
し
ま
っ
た
。
罪
は
我
ら
に
も
あ
る
。」
と
言
う
。
皆
、
酒
を
酌
ん
で
、
自
ら
罰
す
。
過
失
者
は
、
ま
た
跪

わ
た
し

ま
づ
き
請
い
て
、「
某
は
も
は
や
罪
を
認
め
ま
す
。
長
者
は
ご
自
身
に
罪
が
あ
る
と
言
わ
れ
た
が
、
某
が
進
ん
で
殺
戮
罪（
死
刑
）

わ
た
し

ね
が
い

に
つ
き
ま
す
。
こ
れ
で
わ
が
改
悛
を
許
さ
れ
る
な
ら
、
長
者
の
罰
を
解
い
て
く
だ
さ
い
。
こ
れ
こ
そ
、
某
の
幸
で
す
。」
と
述
べ
、

小
走
り
に
行
っ
て
酒
を
酌
み
、
自
ら
罰
す
。
約
正
と
約
副
は
、「
己
の
罪
の
責
任
を
取
る
の
に
、
こ
れ
だ
け
の
勇
気
が
あ
れ
ば
、

さ
か
ず
き

ゆ
る

き
っ
と
善
に
遷
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
我
ら
の
罪
も
免
れ
る
。」
と
言
う
。
そ
こ
で
、
爵
を
釈
さ
れ
、
過
失
者
は
再
拝
す

る
。
約
長
は
過
失
者
に
揖
し
て
起
た
せ
、
各
々
を
位
置
に
つ
か
せ
る
。
知
約
は
糾
過
席
を
撤
収
す
る
。

酒
が
ま
た
二
度
め
ぐ
り
、
ご
馳
走
が
運
ば
れ
る
。
宴
が
終
わ
る
と
、
約
賛
が
起
ち
、
太
鼓
を
三
度
打
ち
鳴
ら
し
、「
申
戒
（
戒

を
申
す
）」
を
唱
え
る
。
大
衆
は
起
ち
あ
が
り
、
約
正
が
中
堂
に
立
っ
て
声
を
張
り
あ
げ
、「
あ
あ
、
わ
が
同
じ
郷
約
の
人
々
よ
、

し
っ
か
り
『
申
戒
』
を
聴
け
。
人
は
、
善
を
行
わ
な
い
か
、
ま
た
悪
を
行
わ
な
い
か
。
善
を
行
っ
て
、
他
人
が
そ
れ
を
知
ら
な
く

て
も
、
こ
れ
を
久
し
く
積
み
重
ね
て
い
け
ば
、
自
然
に
善
が
積
ま
れ
て
隠
す
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
。
悪
を
行
っ
て
、
そ
れ
を
改

悛
で
き
な
け
れ
ば
、
こ
れ
が
積
み
重
な
る
と
、
赦
免
し
て
も
ら
え
な
く
な
る
。
今
、
善
を
行
っ
て
、
こ
れ
を
人
か
ら
顕
彰
さ
れ
れ

ば
、
も
と
よ
り
嬉
し
い
。
し
か
し
、
善
を
行
う
こ
と
が
自
然
で
な
く
、
自
作
自
演
で
あ
れ
ば
、
表
は
善
だ
が
、
そ
の
実
は
悪
で
あ

る
。
悪
を
行
っ
て
、
人
か
ら
糾
弾
さ
れ
る
の
は
恥
だ
。
し
か
し
、
そ
の
悪
を
改
悛
す
る
心
は
、
も
は
や
善
で
あ
る
。
今
日
か
ら
は
、

自
作
自
演
の
善
を
な
す
な
。
今
の
悪
人
が
、
最
後
ま
で
悪
人
の
ま
ま
で
終
わ
る
こ
と
は
な
い
。
こ
こ
に
集
っ
た
人
々
は
、
一
人
一

人
が
わ
が
同
じ
郷
約
の
人
で
あ
る
。
こ
の
道
を
、
と
も
に
勉
め
る
人
で
あ
る
。」
と
言
う
。
大
衆
は
皆
、「
勉
め
る
人
で
あ
る
」
と
、

一
斉
に
言
う
。
各
自
、
席
か
ら
出
て
東
と
西
に
立
ち
、
交
互
に
拝
礼
し
な
が
ら
退
出
す
る
。（
難
波
訳
）

宋明儒学の郷村建設論（試論）（難波）
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以
上
か
ら
、
郷
約
が
社
倉
法
や
十
家
牌
法
を
実
現
す
る
た
め
に
作
成
さ
れ
た
こ
と
が
推
察
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
を
実
行
で
き
る

人
材
を
養
成
し
、
そ
の
永
続
を
は
か
る
学
校
が
書
院
で
あ
る
。

四
、
書
院
学
習

書
院
は
宋
明
儒
学
の
発
芽
が
萌
し
は
じ
め
た
中
唐
か
ら
建
学
さ
れ
る
が
、
宋
元
明
清
を
通
し
て
展
開
し
約
七
千
校
が
創
設
さ
れ
、
朝

鮮
半
島
ま
で
普
及
す
る
。
江
戸
期
の
日
本
は
、
官
吏
登
用
試
験
の
科
挙
制
度
が
導
入
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
、
中
国
や
朝
鮮
と
は
や
や
異

な
る
形
態
を
と
り
、
武
士
の
藩
校
、
地
方
武
士
や
農
工
商
の
庶
民
の
た
め
の
郷
校
、
初
等
教
育
の
手
習
所
（
寺
子
屋
）、
専
門
教
育
の

塾
が
発
展
し
た
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
東
ア
ジ
ア
前
近
代
に
発
達
し
た
学
校
教
育
は
、
東
ア
ジ
ア
の
近
代
化
に
と
も
な
っ
て
、
朝
鮮
半

島
の
一
部
を
除
い
て
、
ほ
と
ん
ど
が
廃
校
と
な
り
忘
れ
ら
れ
て
い
っ
た
。
た
だ
近
年
、
中
国
の
書
院
ブ
ー
ム
や
各
地
の
観
光
資
源
と
し

て
勃
興
す
る
傾
向
が
認
め
ら
れ
る
。

書
院
は
、
一
般
的
に
「
講
学
、
蔵
書
、
祭
祀
、
学
田
」
の
四
要
素
か
ら
構
成
し
て
い
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
目
的
や
建
学
精
神
に
よ
っ

て
個
性
が
あ
り
、
そ
の
規
模
や
教
育
内
容
、
学
習
方
法
も
各
国
各
民
族
で
多
種
多
様
で
あ
る
。
特
に
、
朱
熹
の
「
白
鹿
洞
書
院
学
規
」

の
東
ア
ジ
ア
全
域
へ
の
普
及
や
、
陽
明
学
者
に
よ
る
活
発
な
書
院
活
動
な
ど
に
は
、
近
代
学
校
教
育
と
前
近
代
学
校
教
育
の
叡
智
を
和

合
し
て
、
将
来
の
学
校
教
育
を
考
察
す
る
上
で
、
無
視
で
き
な
い
重
要
な
教
育
遺
産
を
豊
富
に
埋
蔵
し
て
い
る
が
、
詳
細
は
別
稿
に
ゆ

ず
る
こ
と
に
す
る
。

以
上
、
郷
村
建
設
の
観
点
か
ら
社
倉
法
・
郷
約
・
書
院
・
体
認
自
得
学
の
有
機
的
関
連
の
一
端
を
考
察
し
た
。
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